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石

倉

小
　
三
　
郎

　
ミ
サ
典
礼
音
楽
の
根
幹
を
な
す
。
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
最
重
要
な
る
お
っ
と
め
（
ホ
ー
ホ
ア
ム
ト
）
で
あ
っ
て
最
も
重
要
に
し
て
敬
慶

の
心
に
充
ち
た
る
教
会
の
儀
式
即
ち
聖
晩
餐
奉
献
を
準
備
し
こ
れ
に
伴
い
歌
唱
す
る
を
目
的
と
す
る
。
こ
の
典
礼
は
古
く
は
二
部
に
分
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ク
レ
　
ド

た
れ
、
そ
の
前
半
（
“
わ
れ
信
ず
”
の
合
唱
）
ま
で
は
受
洗
以
前
の
者
も
列
席
を
許
さ
れ
た
が
、
彼
等
は
こ
の
部
分
の
終
る
と
共
に
H
8

ヨ
置
旨
①
簿
（
わ
立
ち
な
さ
い
解
散
で
す
）
の
語
を
も
つ
て
退
場
を
命
ぜ
ら
れ
神
聖
な
奉
献
の
大
儀
に
は
真
の
信
徒
の
み
が
参
与
し
た
の
で

あ
る
。
そ
し
て
儀
式
の
全
部
終
っ
た
と
き
再
び
前
と
同
じ
言
葉
で
解
散
が
宣
せ
ら
れ
た
。
こ
の
習
慣
が
も
と
で
い
つ
し
か
ミ
サ
即
ち
解
散

と
い
う
語
が
こ
の
儀
式
の
名
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
て
こ
の
ミ
サ
に
は
特
種
ミ
サ
と
普
通
の
ミ
サ
と
二
種
が
あ
る
。
前
者
は
ミ
サ
を
行

う
日
に
よ
っ
て
歌
詞
も
曲
譜
も
異
る
も
の
で
あ
る
が
、
後
者
は
教
会
暦
の
如
何
な
る
日
に
於
て
も
同
一
の
歌
詞
を
用
う
る
も
の
で
あ
る
。

次
に
普
通
の
ミ
サ
五
曲
の
全
文
を
あ
げ
て
お
く
。

　
　
一
　
キ
ー
リ
エ
ー
。
主
よ
憐
れ
め

　
主
よ
憐
れ
み
給
え
、
キ
リ
ス
ト
憐
れ
み
給
え
、
主
よ
憐
れ
み
給
え
。

　
　
ニ
　
グ
ロ
ー
リ
ァ
。
栄
光
。

　
　
　
ベ
ー
ト
ー
ベ
ン
の
ミ
サ
．
ソ
レ
ム
ニ
ス
解
説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三



　
　
　
ベ
ー
ト
ー
ベ
ン
の
ミ
サ
・
ソ
レ
ム
ニ
ス
解
説
四

　
い
と
高
き
と
こ
ろ
に
は
天
主
に
栄
光
、
地
に
於
い
て
は
善
意
の
人
々
に
平
安
。
わ
れ
等
御
身
を
諾
う
。
御
身
を
言
ほ
ぎ
奉
る
。
わ
れ
ら

御
身
を
礼
拝
す
。
わ
れ
ら
御
身
に
御
栄
光
を
帰
す
。
御
身
の
歪
な
る
御
栄
光
の
た
め
に
わ
れ
等
御
身
に
感
謝
す
。
主
な
る
天
主
、
天
の

　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
ぢ

王
、
主
な
る
全
能
の
聖
王
よ
。
主
な
る
御
独
子
イ
エ
ズ
ス
・
キ
リ
ス
ト
、
主
な
る
天
主
、
天
主
の
智
識
父
の
御
子
、
世
の
罪
を
除
き
給
ふ

御
者
よ
、
わ
れ
ら
を
あ
わ
れ
み
給
え
。
世
の
罪
を
除
き
給
ふ
御
者
、
わ
れ
ら
の
願
い
を
受
け
入
れ
給
え
。
聖
父
の
右
に
座
し
給
ふ
御
者
わ

れ
等
を
あ
わ
れ
み
給
え
。
そ
は
御
身
の
み
聖
に
し
て
御
身
の
み
主
に
ま
し
ま
し
、
御
身
の
み
い
と
高
く
お
わ
せ
ぼ
、
イ
エ
ズ
ス
・
キ
リ
ス

ト
よ
。
聖
霊
と
共
に
天
主
な
る
聖
父
の
御
栄
光
の
中
に
、
ア
ー
メ
ン
。

　
　
三
　
ク
レ
ー
ド
。
わ
れ
信
ず
。

　
わ
れ
信
ず
、
唯
一
の
天
主
、
全
能
に
ま
し
ま
す
聖
父
、
天
地
と
見
ゆ
る
も
の
な
ら
び
に
見
え
ぎ
る
も
の
す
べ
て
の
創
造
主
を
。
ま
た
唯

一
の
主
。
イ
エ
ズ
ス
・
キ
リ
ス
ト
、
天
主
の
御
独
男
を
信
ず
。
主
は
万
世
に
先
立
ち
て
聖
父
よ
り
生
れ
給
ひ
、
天
主
よ
り
の
天
主
、
光
よ

り
の
光
、
真
の
天
主
よ
り
の
天
主
に
ま
し
ま
し
、
創
造
ら
れ
し
者
に
あ
ら
ず
し
て
生
れ
し
者
、
聖
父
と
同
一
に
ま
し
ま
し
、
万
物
は
主
に

依
り
て
創
造
た
り
。
主
は
わ
れ
ら
人
間
の
た
め
、
ま
た
わ
れ
等
の
幸
福
の
た
め
に
天
よ
り
降
り
、
聖
霊
に
よ
り
て
童
貞
マ
リ
ア
よ
り
人
体

を
と
り
て
人
と
な
り
給
え
り
。
主
は
な
お
、
わ
れ
ら
の
た
め
に
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
、
ポ
ン
チ
オ
・
ピ
ラ
ト
の
下
に
て
苦
し
み
を
う
け
葬

ら
れ
た
ま
え
り
。
し
か
し
聖
書
に
従
い
て
三
日
目
に
よ
み
が
え
り
、
天
に
昇
り
て
聖
父
の
右
に
座
し
給
う
。
主
は
生
者
と
死
者
と
を
裁
か

ん
た
め
、
栄
光
の
う
ち
に
再
び
来
り
給
い
、
そ
の
御
国
は
終
り
な
か
る
べ
し
。
わ
れ
信
ず
生
命
を
与
う
る
御
者
に
し
て
主
に
ま
し
ま
す
聖

霊
を
。
す
な
わ
ち
聖
父
と
聖
子
と
共
に
等
し
く
礼
拝
を
受
け
、
か
つ
栄
光
を
帰
せ
ら
れ
給
い
予
言
者
た
ち
を
通
し
て
語
り
給
え
り
。
し
か

し
て
一
、
聖
、
公
に
し
て
使
徒
伝
来
な
る
教
会
を
信
ず
。
わ
れ
は
罪
の
赦
し
の
た
め
唯
一
の
洗
礼
を
告
白
し
、
死
者
の
よ
み
が
え
り
と
後

の
世
の
生
命
と
を
望
み
奉
る
。
ア
ー
メ
ン
。

　
　
四
　
サ
ン
ク
ト
ゥ
ス
。
聖
な
る
哉
。



聖
な
る
か
な
聖
な
る
か
な
聖
な
る
か
な
、
万
軍
の
天
主
に
ま
し
ま
す
主
、
御
身
の
御
栄
光
は
天
地
に
満
み
充
て
り
、
い
と
高
き
処
に
ホ
ザ

ン
ナ
。
主
の
名
に
よ
り
て
来
り
給
う
者
は
祝
せ
ら
れ
さ
せ
給
え
。
い
と
高
き
処
に
ホ
ザ
ン
ナ
。

　
　
五
ア
・
ニ
ュ
ス
デ
イ
。
神
の
煎
。

　
世
の
罪
を
除
き
給
う
天
主
の
薫
、
わ
れ
ら
を
あ
わ
れ
み
給
え
。
世
の
罪
を
除
き
給
う
天
主
の
薫
、
わ
れ
ら
に
平
安
を
与
え
給
え
。

　
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
荘
厳
ミ
サ
は
一
八
一
八
年
か
ら
一
八
二
三
年
（
彼
は
二
七
年
三
月
二
十
六
日
に
五
十
六
才
で
死
ん
で
い
る
）
ま
で

か
か
っ
て
漸
く
出
来
上
っ
た
も
の
で
、
第
九
と
共
に
彼
の
晩
年
に
於
て
の
大
作
で
あ
る
こ
と
は
申
す
ま
で
も
な
い
が
、
彼
は
彼
の
教
え
子
で

あ
り
よ
き
友
で
あ
る
ル
ド
ル
フ
大
公
が
オ
ル
ミ
ュ
ツ
の
大
司
教
に
任
ぜ
ら
れ
て
そ
の
叙
任
式
が
一
八
二
〇
年
の
三
月
廿
日
に
行
わ
れ
る
由

を
き
い
て
、
彼
は
そ
の
日
ま
で
に
作
り
上
げ
る
べ
く
一
八
一
八
年
の
晩
秋
に
は
既
に
作
曲
に
と
り
か
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
彼
は
こ
の
決

心
を
と
り
か
た
め
る
や
否
や
、
す
ぐ
様
大
公
に
書
を
送
っ
て
述
べ
て
い
る
。
「
小
子
の
お
っ
と
め
の
曲
が
大
公
の
荘
厳
な
る
儀
式
の
た
め
に

演
奏
さ
れ
る
べ
き
そ
の
日
は
、
小
子
に
と
っ
て
生
涯
の
最
も
美
し
い
日
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
私
の
弱
い
力
が
こ
の
荘
厳
な
日
の
祝

賀
の
た
め
に
役
立
つ
よ
う
に
、
神
は
私
を
て
ら
し
給
う
で
あ
ろ
う
。
」
如
何
な
る
熱
意
を
も
つ
て
彼
が
そ
れ
に
と
り
か
か
っ
た
か
は
、
彼
が

そ
の
た
め
に
や
っ
た
予
備
行
動
の
慎
重
さ
に
よ
っ
て
窺
い
知
ら
れ
る
。
そ
れ
は
こ
の
貴
い
儀
式
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
る
べ
き
は
勿
論

で
あ
る
が
、
そ
れ
以
上
に
彼
の
宗
教
的
感
情
の
完
全
な
る
表
現
で
あ
る
べ
き
で
あ
碧
し
、
更
に
そ
れ
以
上
に
、
宗
教
楽
形
式
の
特
異
性
が

彼
に
与
え
る
で
あ
ろ
う
と
こ
ろ
の
そ
の
真
の
宗
教
的
精
神
を
息
づ
い
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
八
一
八
年
の
手
記
に
彼
は
次
の
様
に

書
い
て
い
る
。
　
「
ま
こ
と
の
宗
教
楽
を
か
く
た
め
に
昔
の
僧
院
の
コ
ラ
ー
ル
を
し
ら
べ
、
ま
た
凡
て
の
カ
ト
リ
ッ
ク
の
聖
歌
類
を
正
し
い

翫
訳
に
於
て
完
全
な
韻
律
や
節
語
法
と
共
に
充
分
に
渉
猟
し
尽
く
さ
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
」
彼
が
実
際
に
於
て
ミ
サ
の
詞
句
を
ド
イ
ツ
語

に
訳
し
て
も
ら
い
、
ま
た
、
ラ
テ
ン
語
の
シ
レ
ブ
ル
の
は
か
り
方
な
ど
人
に
も
き
い
て
大
に
苦
心
し
て
い
た
と
シ
ン
ト
ラ
ー
も
語
っ
て
い

　
　
　
ベ
ー
ト
ー
ベ
ン
の
ミ
サ
・
ソ
レ
ム
ニ
ス
解
説
五



　
　
　
べ
1
ト
ー
ベ
ン
の
ミ
サ
・
ソ
レ
ム
ニ
ス
解
説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六

る
。
そ
の
証
拠
と
し
て
今
ベ
ル
リ
ー
ン
の
王
立
図
書
舘
に
あ
る
一
枚
の
紙
が
役
立
つ
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
一
面
に
は
ラ
テ
ン
語
が
沢
山

か
い
て
あ
り
裏
に
は
そ
の
訳
が
一
ぽ
い
書
い
て
あ
る
。
あ
の
有
名
な
言
葉
、
彼
の
真
情
表
現
の
例
証
と
し
て
履
く
引
用
さ
れ
る
と
こ
ろ
の

あ
の
有
名
な
言
葉
「
そ
れ
が
心
か
ら
心
え
と
通
わ
ん
こ
と
を
」
は
、
ミ
サ
の
始
め
の
章
キ
ー
リ
ェ
の
原
稿
の
上
に
自
筆
で
記
し
た
言
葉
な

の
で
あ
る
。
彼
は
、
つ
ま
り
以
心
伝
心
の
で
き
る
と
こ
ろ
の
人
、
相
通
じ
合
う
心
を
も
つ
て
人
に
向
っ
て
語
り
か
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

パ
レ
ス
ト
リ
ー
ナ
が
目
を
天
上
に
向
け
っ
っ
、
　
「
神
よ
わ
が
目
を
照
ら
し
給
え
」
之
の
言
葉
を
彼
の
ミ
サ
の
冒
頭
に
書
い
て
い
た
と
の
話

と
相
通
ず
る
も
の
が
あ
る
。

　
そ
の
様
な
有
様
で
こ
の
曲
は
二
三
年
ま
で
か
か
っ
た
か
ら
、
そ
れ
は
大
公
の
叙
任
式
に
は
間
に
あ
わ
ず
、
彼
の
当
初
の
目
的
は
満
た
さ

れ
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
ノ
ッ
テ
ボ
ー
ム
の
第
二
ベ
ト
ヴ
ェ
ニ
ア
ー
ナ
に
よ
る
と
、
　
「
キ
ュ
ー
リ
エ
に
着
手
し
た
の
は
一
八
一
八
年
の

中
頃
で
グ
ロ
ー
リ
ア
は
一
九
年
、
ク
レ
ー
ド
は
二
〇
年
、
全
曲
の
ス
ケ
ッ
チ
は
二
二
年
の
始
ま
で
に
は
出
来
て
い
た
。
二
二
年
の
年
末
に

は
自
筆
の
総
譜
が
出
来
て
い
た
。
し
か
し
そ
れ
も
い
ま
吾
々
が
み
る
様
な
有
様
に
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た
。
何
と
な
れ
ば
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ

ン
は
後
か
ら
な
お
多
く
の
補
筆
改
作
を
行
っ
た
か
ら
」
と
云
わ
れ
て
い
る
。
い
ま
伝
わ
っ
て
い
る
様
に
出
来
上
っ
た
の
は
早
く
と
も
二
三

年
の
春
頃
と
見
る
の
が
至
当
で
あ
ろ
う
し
、
つ
ま
り
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
は
こ
れ
に
満
五
年
の
歳
月
を
費
し
た
わ
け
で
あ
る
。
と
に
か
く
近

代
の
ミ
サ
の
中
で
最
も
な
が
い
且
つ
最
も
至
難
な
も
の
で
あ
る
事
は
云
う
ま
で
も
な
い
が
、
二
三
年
の
三
月
十
九
日
を
も
つ
て
音
楽
の
友

な
る
大
公
に
捧
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
種
の
大
作
を
な
す
に
当
っ
て
二
つ
の
途
が
作
者
に
開
か
れ
て
い
る
。
本
来
そ
れ
は
宗
教
心
の
儀
式
典
礼
の
た
め
に
用
う
る
べ
く
定

め
ら
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
事
を
常
に
眼
中
に
お
い
て
少
く
と
も
そ
の
長
さ
を
本
来
の
目
的
に
か
な
う
様
に
す
る
か
、
或
は
そ
の
詞

句
を
自
分
の
個
人
的
感
情
の
表
現
と
み
て
、
ミ
サ
本
来
の
意
義
目
的
を
顧
慮
す
る
こ
と
な
し
に
自
己
の
想
像
を
自
由
に
働
か
し
む
る
か
で

あ
る
。
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
も
始
め
の
う
ち
は
前
者
を
眼
中
に
お
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
中
に
彼
は
そ
の
天
才
性
、
デ
ー
モ
ン
起



ひ
き
ず
ら
れ
て
、
第
二
の
途
を
と
る
様
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
わ
れ
等
は
ゲ
ー
テ
の
言
葉
、
　
「
本
来
創
作
と
い
う
も
の
を
自
分

が
思
う
が
儘
に
動
か
そ
う
と
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
寧
ろ
そ
れ
ば
な
る
が
儘
に
任
さ
る
べ
き
で
あ
る
」
を
思
い
起
さ
ざ
る
を
得
な

い
。
し
か
も
そ
れ
は
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
に
於
て
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
他
の
作
家
た
ち
、
た
と
え
ば
ハ
イ
ド
ン
、
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
、
フ
ン
メ
ル
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
た
ち
ー
ロ
イ
テ
ル
、
タ
イ
ベ
ル
等
の
群
小
作

家
は
か
り
に
論
じ
な
い
と
し
て
も
　
　
に
煮
て
は
、
ミ
サ
の
様
相
形
式
は
常
に
教
会
に
於
け
る
儀
式
典
礼
の
一
部
と
し
て
の
み
考
え
ら
れ

て
い
た
。
彼
等
に
於
て
は
シ
ン
フ
ォ
ー
に
於
て
さ
え
も
、
そ
の
目
的
は
偉
い
聴
衆
に
向
っ
て
そ
の
高
尚
な
悦
び
を
与
え
る
に
あ
る
の
だ
と

い
う
こ
と
が
常
に
念
頭
か
ら
去
ら
な
か
っ
た
。
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
は
交
響
曲
に
於
て
も
新
ら
し
い
構
成
を
与
え
て
聴
く
人
、
一
般
衆
庶
の

悦
び
と
い
う
こ
と
を
念
頭
に
お
か
な
か
っ
た
が
、
彼
は
ミ
サ
に
対
し
て
も
同
様
な
自
由
さ
を
以
て
進
ん
で
行
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
交
響
曲

に
於
て
も
彼
を
し
て
そ
の
創
作
に
向
わ
し
め
た
も
の
は
、
自
己
の
中
に
眠
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
感
情
を
よ
び
さ
ま
し
、
そ
の
内
容
を
新
ら
し

い
輝
き
の
う
ち
に
示
そ
う
と
す
る
こ
と
に
在
り
、
従
っ
て
そ
の
構
成
に
於
て
も
全
き
自
由
さ
を
も
っ
て
ぶ
つ
か
っ
て
行
っ
た
の
で
あ
っ
た

が
、
ミ
サ
に
於
て
も
そ
の
様
な
自
由
さ
を
も
っ
て
進
ん
で
行
っ
た
。
ミ
サ
の
語
句
は
彼
が
神
を
思
う
際
に
感
じ
た
と
こ
ろ
の
凡
て
を
、
彼

の
心
の
中
に
か
き
立
て
た
の
で
あ
っ
た
、
そ
れ
は
彼
に
於
て
何
等
の
拘
束
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
彼
を
ば
そ
の
作
に
向
わ
し
め
た
も
の
は
、

ミ
サ
の
語
句
で
は
な
く
、
彼
自
身
の
神
に
対
す
る
観
念
で
あ
っ
た
。
語
句
は
た
だ
人
声
を
協
力
さ
せ
る
た
め
の
手
段
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

こ
の
曲
の
申
に
歌
い
に
く
い
場
所
、
い
や
発
音
の
よ
く
出
来
な
い
様
な
処
が
江
山
め
る
が
、
そ
れ
が
こ
の
事
を
よ
く
説
明
し
て
い
る
。
彼
は

彼
が
表
現
し
よ
う
と
欲
す
る
と
こ
ろ
の
思
想
に
引
き
ず
ら
れ
て
、
そ
の
た
め
に
は
言
葉
と
い
う
も
の
を
忘
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
。
彼
が
創

作
に
於
て
忘
我
の
境
に
達
し
た
と
き
彼
は
た
だ
一
つ
の
任
務
を
の
み
考
え
て
い
た
。
そ
れ
は
自
分
の
思
う
と
こ
ろ
を
全
く
純
粋
に
、
他
の

こ
と
は
全
く
顧
慮
し
な
い
で
た
だ
そ
れ
を
の
み
言
い
現
わ
し
た
い
と
の
願
い
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
私
は
彼
が
シ
ュ
パ
ン
ツ
ィ
ー
に

向
っ
て
言
っ
た
言
葉
を
想
い
起
さ
ぎ
る
を
得
な
い
。
「
精
神
が
私
に
襲
い
か
か
っ
て
来
て
、
私
が
何
か
を
書
こ
う
と
す
る
と
き
、
あ
の
憐
れ
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む
べ
き
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
の
無
力
さ
を
考
え
て
い
る
ひ
ま
が
あ
る
と
君
は
思
う
の
か
？
。
」

　
ミ
サ
の
作
曲
の
た
め
に
、
彼
の
深
い
気
分
生
活
を
完
全
に
表
現
す
べ
く
、
彼
は
自
分
の
内
的
生
命
を
完
全
に
捧
げ
尽
し
て
い
る
。
こ
れ

に
つ
い
て
シ
ン
ト
ラ
ー
は
次
の
如
く
報
告
し
て
い
る
。
　
「
あ
の
時
よ
り
前
に
も
後
に
も
、
そ
れ
は
一
八
一
九
年
の
事
で
あ
る
が
、
人
は
こ

の
先
生
が
あ
れ
程
世
を
離
れ
た
状
態
に
於
て
み
た
事
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
彼
が
ク
レ
ー
ド
を
書
い
て
い
た
時
、
い
っ
か
部
屋
に
見
え

な
く
な
っ
た
が
、
や
が
て
夜
お
そ
く
恐
ろ
し
い
嵐
の
中
を
帽
子
も
な
し
に
半
臼
の
髪
の
毛
か
ら
雨
を
滴
ら
せ
て
自
失
の
有
様
で
家
え
帰
っ

て
来
た
。
彼
は
嵐
に
も
気
付
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
帽
子
も
彼
の
知
ら
ぬ
間
に
ど
こ
か
え
と
ん
で
し
ま
っ
て
い
た
。
」
ま
た
一
八
二
七
年

廿
九
日
版
の
雑
誌
ツ
ェ
ツ
ィ
ー
リ
エ
の
第
七
巻
に
シ
ュ
ピ
ン
ト
ラ
ー
は
書
い
て
い
る
。
　
「
彼
が
こ
の
大
作
を
も
の
し
て
い
た
時
、
私
が
数

時
間
の
長
き
に
亘
っ
て
こ
の
先
生
と
対
い
合
っ
て
同
じ
机
に
坐
っ
て
い
た
事
は
常
に
私
に
と
っ
て
美
し
い
想
い
出
と
し
て
止
っ
て
い
る
で

あ
ろ
う
。
ク
レ
ー
ド
の
章
は
彼
を
し
て
創
作
中
に
於
て
の
彼
の
人
と
な
り
を
感
ぜ
し
め
た
と
こ
ろ
の
章
で
あ
る
。
顔
に
汗
し
て
、
彼
は
譜

を
か
く
前
に
手
と
脚
と
を
以
て
拍
子
を
と
っ
て
い
た
。
そ
の
際
に
家
主
は
彼
に
家
を
出
て
呉
れ
と
云
っ
て
来
た
。
他
の
連
中
が
彼
が
机
を

う
っ
た
り
た
た
い
た
り
す
る
の
で
日
夜
そ
の
安
静
を
脅
か
さ
れ
て
い
る
か
ら
と
云
う
の
で
あ
る
。
彼
等
は
彼
を
ば
狂
い
と
見
た
の
で
あ

る
が
、
そ
の
時
（
そ
れ
は
一
八
一
九
年
の
夏
で
あ
る
が
）
彼
は
そ
う
言
わ
れ
て
も
仕
方
が
な
い
様
な
状
態
に
あ
っ
た
、
殊
に
彼
が
ク
レ
ー

ド
の
フ
ー
ガ
と
ベ
ネ
デ
ィ
ト
ウ
ス
を
書
い
て
い
た
時
に
は
。
」

　
彼
は
こ
の
作
品
を
売
る
べ
く
二
三
の
出
版
屋
と
交
渉
し
た
の
で
あ
る
が
急
に
そ
れ
を
や
め
て
、
　
一
八
二
三
年
の
冬
に
は
そ
れ
を
欧
州
の

諸
侯
に
五
〇
ド
ウ
カ
ー
テ
ン
で
買
っ
て
貰
う
こ
と
に
決
心
し
た
。
（
ド
ウ
軍
馬
テ
ン
は
十
マ
ー
ク
、
わ
が
平
時
の
五
円
で
あ
る
か
ら
二
五
〇

円
に
当
る
。
今
の
相
場
に
換
算
す
る
と
四
、
五
万
円
と
い
う
と
こ
ろ
。
当
時
の
生
活
費
は
二
三
百
マ
ー
ク
ら
し
い
。
）
彼
は
大
公
に
あ
て
た

手
紙
中
に
数
年
末
の
窮
迫
の
た
め
負
債
に
苦
し
ん
で
い
る
と
云
っ
て
い
る
が
、
は
た
し
て
こ
の
事
が
ど
れ
だ
け
負
債
消
却
等
に
役
立
つ
た

か
は
分
ら
な
い
。
十
部
だ
け
書
写
を
頼
ん
だ
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
た
め
に
も
か
な
り
な
額
は
消
失
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
ロ
シ
ア



皇
帝
、
プ
。
イ
セ
ン
、
ザ
ク
セ
ン
・
デ
ネ
マ
ル
ク
王
、
そ
の
無
爵
の
公
侯
た
ち
．
フ
ラ
ン
ク
・
ル
ト
の
ツ
ェ
ツ
ヂ
退
会
は
・
れ
を
応

諾
し
て
い
る
。
彼
は
そ
の
始
め
に
「
彼
の
最
も
大
き
な
最
成
功
せ
る
作
」
と
書
い
て
い
る
、
エ
ス
テ
ル
ハ
ツ
イ
侯
は
断
っ
て
い
る
が
、
（
そ

の
関
係
は
後
に
記
す
）
ラ
ツ
ィ
ヴ
ィ
ル
侯
は
引
受
け
て
い
る
。
ル
イ
十
八
世
紀
は
そ
の
上
に
、
自
分
の
肖
像
と
謝
辞
と
を
刻
し
た
る
大
き
な

金
の
メ
タ
ル
を
送
っ
て
い
る
が
・
そ
れ
は
彼
を
大
に
喜
ば
せ
た
ら
し
い
。
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
の
朝
廷
に
も
贈
っ
て
、
そ
れ
に
は
ゲ
ー
テ
の
推
薦

が
必
要
で
あ
と
も
思
っ
た
の
で
、
「
閣
下
」
に
対
し
て
非
常
に
丁
重
な
手
紙
を
書
い
て
い
る
が
、
返
事
は
貰
え
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
丁
度
ゲ

ー
デ
の
重
い
病
気
と
か
ち
合
っ
た
た
め
と
称
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
エ
ッ
カ
ー
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
同
年
三
月
に
は
大
に
恢
復
し
て
い
る
と
い

わ
れ
る
し
、
要
す
る
に
ゲ
ー
テ
に
と
っ
て
は
テ
プ
リ
ッ
ツ
で
の
崩
垣
の
記
憶
が
な
お
残
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
し
、
い
ま
少
し
深
い
理
由
が

あ
っ
た
の
で
あ
ら
う
。
　
（
ゲ
ー
テ
、
べ
ー
ト
ヴ
ェ
ン
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
拙
著
ゲ
ー
テ
と
音
楽
を
参
照
さ
れ
た
い
。
音
楽
之
友
社
）

　
こ
の
曲
の
演
奏
に
つ
い
て
は
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
生
き
て
い
る
間
と
し
て
は
、
　
一
八
二
四
年
五
月
七
日
に
第
九
と
共
に
そ
れ
の
三
章

キ
ー
リ
エ
ー
、
ク
レ
ー
ド
、
ア
ニ
ュ
ス
・
デ
イ
だ
け
が
演
奏
さ
れ
て
い
る
。
全
曲
が
演
奏
さ
れ
た
の
は
た
だ
一
度
だ
け
ペ
テ
ル
ス
ブ
ク
で
ガ

リ
ツ
ィ
ー
ン
侯
の
紹
介
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
。
ク
レ
ッ
チ
ュ
マ
ー
ル
の
記
す
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
一
般
音
楽
新
報
誌
上
に
短
い
た
だ
し

感
激
あ
る
報
告
が
出
た
だ
け
で
、
一
般
に
は
大
き
な
反
響
は
よ
ば
な
か
っ
た
と
い
う
。
一
八
三
〇
年
に
は
ボ
ヘ
ミ
ア
の
ラ
ウ
ジ
ッ
ツ
で
カ

ン
ト
ー
ル
・
リ
ヒ
タ
ー
の
手
に
よ
っ
て
、
そ
れ
か
ら
一
八
四
四
年
越
は
ラ
イ
ン
音
響
祭
に
於
て
広
く
一
般
に
公
開
さ
れ
、
一
八
六
〇
年
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む

後
に
於
て
始
め
て
真
の
意
味
に
於
て
音
楽
堂
の
た
め
の
公
有
財
産
と
な
っ
た
。
し
か
も
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
は
一
八
二
七
年
三
月
廿
七
日
に

死
ん
で
い
る
。
一
八
二
四
年
以
来
ま
た
出
版
計
画
を
考
え
、
書
蝉
シ
ョ
ッ
ト
の
「
打
ち
あ
け
た
正
直
な
態
度
」
が
気
に
入
っ
た
の
で
千
グ
ル

デ
シ
（
二
千
マ
ー
ク
即
ち
千
円
、
今
の
相
場
で
約
十
万
円
）
で
彼
に
売
る
こ
と
に
き
め
た
が
、
最
後
の
ベ
ー
ジ
が
刷
り
上
っ
て
売
り
出
す
用

意
が
出
来
た
の
は
三
月
八
日
、
し
か
も
そ
の
廿
七
日
に
彼
は
永
久
に
目
を
閉
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
音
楽
会
場
の
た
め
の
共
有
財
産
一
－

教
会
の
た
め
の
で
な
い
事
が
、
こ
の
曲
の
特
徴
を
な
す
。
彼
の
仕
事
は
何
と
云
っ
て
も
器
楽
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
歌
劇
も
フ
ィ
デ
リ
オ
一

　
　
　
ベ
ー
ト
…
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一
〇

つ
で
あ
る
が
、
ミ
サ
は
小
さ
な
も
の
で
は
あ
る
が
、
一
八
〇
七
年
夏
リ
ヒ
ノ
ウ
ス
キ
ー
侯
の
註
文
に
よ
っ
て
ハ
長
調
ミ
サ
を
書
い
て
い
る
。

そ
の
八
月
に
侯
に
あ
て
て
手
紙
を
か
い
て
い
る
。
そ
の
中
で
彼
は
創
作
の
後
れ
た
事
を
謝
す
る
と
共
に
、
　
「
貴
侯
が
大
ハ
イ
ド
ン
の
あ
の

真
似
の
出
来
な
い
と
こ
ろ
の
大
作
に
馴
れ
て
お
ら
れ
る
の
で
私
は
非
常
に
大
き
な
心
配
を
以
て
創
作
に
従
っ
て
お
る
の
で
す
」
と
云
い
、

彼
が
そ
の
夏
の
残
り
を
過
ご
し
た
と
こ
ろ
の
、
ハ
イ
リ
ゲ
ン
シ
ュ
タ
ッ
ト
で
そ
れ
を
完
成
し
て
い
る
。
そ
の
最
初
の
演
奏
は
九
月
十
三
日

侯
の
居
城
ア
イ
ゼ
ン
シ
ュ
タ
ッ
ト
で
行
わ
れ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
侯
の
期
待
し
て
い
た
も
の
に
副
わ
ぎ
る
．
所
甚
だ
大
な
る
も
の
が
あ
っ
た

ら
し
い
。
前
の
手
紙
に
か
か
れ
た
事
に
よ
っ
て
、
侯
は
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
が
ハ
イ
ド
ン
の
ミ
サ
を
手
本
に
し
た
で
あ
ろ
う
と
思
っ
て
い
た

の
に
、
べ
ー
ト
ヴ
ェ
ン
は
そ
れ
を
知
り
つ
つ
、
自
ら
意
識
し
つ
つ
、
そ
の
反
対
の
途
を
と
っ
て
進
ん
で
い
た
の
で
あ
っ
た
。
侯
が
そ
の
演

奏
の
す
ぐ
後
で
言
っ
た
言
葉
「
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
君
、
君
は
な
ん
と
不
思
議
な
も
の
を
書
い
た
の
か
ね
？
」
。
　
及
び
そ
れ
を
ま
た
フ
ン
メ

ル
（
一
八
〇
四
年
以
来
侯
の
楽
団
指
揮
者
で
あ
っ
た
）
が
大
に
笑
っ
た
と
い
う
事
が
逸
話
と
し
て
有
名
な
話
に
な
っ
て
い
る
が
、
フ
ン
メ
ル

が
笑
っ
た
の
は
侯
の
言
葉
の
罪
の
な
い
無
邪
気
さ
に
対
し
て
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
は
そ
れ
を
意
地
わ
る
な
皮
肉
さ

と
解
釈
し
て
大
に
お
こ
っ
て
す
ぐ
そ
の
日
に
ア
イ
ゼ
ン
シ
ュ
タ
ッ
ト
か
ら
去
っ
て
行
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
二
人
の
関
係
が
も
と

に
帰
る
ま
で
に
は
永
い
年
月
を
要
し
た
と
の
事
で
あ
る
が
、
と
に
か
く
一
八
一
二
年
に
そ
の
曲
が
公
表
さ
れ
た
と
き
、
彼
は
そ
れ
を
エ
ス

テ
ル
ツ
ィ
ー
侯
に
で
は
な
く
キ
ン
ス
キ
ー
侯
に
献
じ
て
い
る
。

　
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
が
多
く
手
が
け
て
い
な
い
新
し
い
も
の
に
向
つ
た
時
、
彼
は
大
に
遠
慮
深
く
進
ん
で
い
る
。
何
と
云
っ
て
も
彼
の
特

徴
は
そ
の
行
く
途
の
自
由
さ
に
あ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
に
於
て
彼
は
ま
だ
古
い
形
式
の
抱
東
の
下
に
立
っ
て
い
た
。
彼
は
全
く
の

彼
自
ら
に
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
新
作
品
は
彼
の
創
作
の
全
体
の
姿
の
中
に
有
機
的
に
は
ま
り
込
ん
で
い
な
か
っ
た
。
前
に
向
っ

て
進
む
と
い
う
よ
り
は
寧
ろ
後
ろ
向
で
あ
っ
た
。
こ
の
ハ
長
調
ミ
サ
は
第
一
交
響
曲
と
似
た
点
は
あ
る
が
、
第
三
交
響
曲
英
雄
と
比
べ
る

と
大
に
ち
が
っ
て
い
る
。
エ
ス
テ
ル
ハ
ッ
ィ
三
面
の
言
葉
は
そ
の
点
を
さ
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
古
い
ミ
サ
の
よ
さ
を
充
分
に
も
つ



て
い
な
い
の
に
新
し
い
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
特
徴
を
充
分
に
も
っ
て
も
い
な
い
。
　
ハ
イ
ド
ン
が
自
由
に
巧
み
に
行
使
し
た
大
き
な
対
位

法
の
姿
の
見
え
な
い
こ
と
は
大
に
吾
々
の
遺
憾
と
す
る
こ
と
こ
ろ
で
あ
る
。
彼
の
想
像
は
対
位
法
に
よ
っ
て
充
分
に
は
実
ら
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
。
全
体
と
し
て
見
て
、
部
分
的
以
上
に
出
て
い
な
か
っ
た
と
こ
ろ
の
大
き
く
作
り
上
げ
ら
れ
た
も
の
も
、
自
然
に
発
生
し
た
様
に

と
も
云
え
な
い
し
芸
術
的
に
巧
み
に
構
成
さ
れ
て
い
る
と
も
云
え
な
か
っ
た
。
要
す
る
に
こ
の
曲
に
於
て
は
古
い
も
の
と
新
し
い
も
の
と

が
対
立
し
て
い
て
そ
れ
が
よ
く
と
け
合
わ
さ
っ
て
い
な
い
。
そ
し
て
古
い
も
の
と
し
て
は
、
そ
こ
に
形
式
的
な
特
性
が
な
く
、
新
し
い
も

の
と
し
て
は
、
そ
こ
に
自
ら
意
識
せ
る
と
こ
ろ
の
革
命
的
な
も
の
が
な
い
。
そ
れ
で
そ
の
時
代
の
人
に
は
そ
れ
が
進
歩
的
に
見
え
、
後
代

の
人
に
は
古
く
さ
く
見
え
、
そ
の
結
果
と
し
て
こ
の
作
品
は
な
が
く
残
る
だ
け
の
効
果
を
得
な
か
っ
た
。
そ
し
て
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
自
身

が
彼
の
荘
厳
ミ
サ
が
出
来
た
と
き
こ
の
曲
に
対
し
て
死
の
宣
言
を
与
え
て
い
る
。

　
教
会
の
た
め
で
は
な
く
、
奏
楽
堂
の
た
め
の
と
い
う
言
葉
が
こ
の
二
つ
の
曲
の
第
一
の
著
し
い
区
別
を
示
し
て
い
る
。
ハ
長
調
ミ
サ
は

神
事
の
た
め
に
集
っ
た
敬
慶
な
聴
衆
に
き
か
せ
る
こ
と
を
主
意
と
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
荘
厳
ミ
サ
は
典
礼
に
対
す
る
あ
ら
ゆ
る
考
慮

や
あ
ら
ゆ
る
直
接
関
連
を
考
え
て
い
な
い
。
各
部
の
大
き
く
広
が
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
に
よ
る
全
曲
の
非
常
に
な
が
く
な
っ
て
い
る
こ

と
の
た
め
に
、
典
礼
の
た
め
の
曲
と
し
て
全
く
用
い
ら
れ
な
い
し
、
神
事
の
重
点
を
音
楽
に
立
っ
て
移
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
作
曲
者

は
、
祭
司
の
説
く
と
こ
ろ
を
音
楽
的
に
説
明
す
る
に
あ
り
と
い
う
そ
の
本
来
の
目
的
以
上
に
逸
脱
し
て
い
る
。
こ
れ
を
き
く
際
演
奏
者
も

聴
衆
も
あ
ま
り
に
も
大
な
緊
重
の
中
に
お
い
こ
ま
れ
る
の
で
、
従
っ
て
そ
れ
が
、
　
一
つ
の
信
仰
的
な
神
の
家
の
、
き
ま
っ
た
途
の
聴
者

を
、
強
い
と
こ
ろ
の
、
広
き
が
許
す
よ
り
以
上
な
、
遠
く
亘
る
未
来
へ
の
予
想
や
、
よ
り
人
生
的
な
、
あ
ま
り
に
も
上
衆
の
多
す
ぎ
る
と
こ

ろ
の
種
々
な
考
方
を
や
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
よ
う
に
仕
向
け
る
。
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
は
教
会
と
世
間
と
の
境
界
壁
を
打
ち
破
っ
た
の
で
あ
る
。

彼
の
眼
が
と
ど
く
限
り
。
そ
れ
は
彼
の
教
会
で
あ
る
。
彼
は
信
者
と
し
て
境
の
か
べ
を
堪
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
っ
た
。
彼
は
世

の
真
ん
中
に
そ
の
祭
壇
を
お
い
た
。
　
「
心
か
ら
心
に
徹
せ
ん
こ
と
を
わ
れ
は
願
う
」
と
の
言
葉
の
真
意
は
そ
こ
に
在
る
。
彼
の
心
が
感
ず
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一
二

る
と
こ
ろ
を
凡
て
を
そ
の
ま
ま
に
受
け
入
れ
得
る
人
に
向
っ
て
彼
は
語
り
か
け
て
い
る
。
深
い
心
の
奥
底
か
ら
遜
り
出
る
と
こ
ろ
の
凡
て

の
告
白
が
貴
い
反
響
を
見
出
し
得
る
よ
う
な
凡
て
の
榎
津
、
そ
こ
こ
そ
が
彼
が
そ
の
た
め
に
こ
の
作
を
か
い
た
場
処
で
あ
る
と
の
意
味
こ

そ
、
こ
の
言
葉
が
表
わ
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
二
長
調
ミ
サ
の
こ
の
高
い
意
味
に
於
て
の
非
教
会
的
性
格
は
、
つ
ま
り
そ
の
根
元
に
於
て
は
、
彼
の
交
響
曲
の
特
異
性
を
造
り
出

し
た
と
こ
ろ
の
同
じ
思
想
を
宗
教
的
方
面
に
お
し
及
ぼ
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
事
は
前
に
述
べ
た
つ
も
り
で
あ
る

が
、
従
っ
て
彼
の
考
に
よ
れ
ば
、
こ
の
ミ
サ
を
ば
交
響
曲
と
同
じ
黒
蜜
で
演
奏
す
る
こ
と
は
、
決
し
て
冒
漬
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
何
と

な
れ
ば
凡
て
の
典
礼
的
習
性
を
考
慮
に
入
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
の
こ
の
ミ
サ
は
、
芸
術
的
告
白
と
し
て
考
え
ら
れ
た
場
合
に
於
て
は
、
交

響
曲
に
於
て
拓
か
れ
た
る
途
の
極
め
て
自
然
な
徹
底
的
継
続
で
あ
る
か
ら
。
こ
の
ミ
サ
は
、
人
間
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
が
今
ま
で
に
俗
世
間

と
の
交
渉
か
ら
引
き
出
し
た
と
こ
ろ
の
凡
て
の
も
の
の
総
括
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
は
同
時
に
か
れ
べ
ー
ト
ヴ
ェ
ン
が
そ
の
凡
て
の
総
括

的
回
顧
、
即
ち
あ
の
大
き
な
第
九
交
響
曲
を
企
劃
し
得
た
と
こ
ろ
の
か
た
い
立
脚
の
地
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
ハ
長
調
ミ
サ
を
書
い
た
時
以
来
か
ら
、
彼
の
宗
教
的
見
解
は
根
底
的
に
は
同
じ
で
あ
る
が
、
彼
の
宗
教
的
感
情
は
彼
の
全
本
質
の
進
展

に
伴
っ
て
著
し
く
深
く
な
っ
て
い
る
。
青
年
的
な
力
の
感
情
、
即
ち
第
五
を
か
く
ま
で
に
と
っ
て
来
た
と
こ
ろ
の
意
識
、
人
間
自
ら
が
彼

の
運
命
を
作
り
上
げ
る
も
の
で
あ
る
と
の
意
識
は
彼
を
し
て
そ
の
問
題
に
対
し
て
極
め
て
冷
静
に
対
立
せ
し
め
た
。
そ
れ
故
そ
の
第
五
の

直
後
に
出
来
た
と
こ
ろ
の
ハ
長
調
ミ
サ
は
自
己
の
思
念
と
努
力
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
神
へ
の
感
情
の
表
現
と
い
う
よ
り
は
寧

ろ
生
れ
出
た
が
た
め
に
自
然
に
得
ら
れ
た
る
と
こ
ろ
の
信
仰
原
則
の
表
現
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
漸
次
に
彼
の
本
質
が
深
く
な
り
行
き
い
よ

い
よ
益
々
大
な
る
熱
意
を
以
て
最
後
の
も
の
に
近
づ
い
て
行
っ
た
。
一
八
一
八
年
目
日
記
に
彼
は
書
い
て
い
る
。
　
「
社
会
生
活
、
汝
の
芸

術
の
凡
て
の
小
事
は
す
て
て
し
ま
え
、
凡
て
の
上
に
彼
は
い
ま
す
。
」
　
こ
の
変
化
は
彼
の
作
品
の
上
に
も
発
露
せ
ず
に
は
い
な
か
っ
た
。

こ
の
事
が
、
ハ
長
調
ミ
サ
に
慌
て
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
の
一
つ
の
強
い
力
が
彼
を
つ
か
ん
だ
。
常
に
彼
の
周
囲
を
見
て
い
た
シ
ン



ト
ラ
ー
が
、
　
「
彼
の
様
相
が
昔
と
は
す
っ
か
り
変
っ
た
形
を
と
る
に
至
っ
た
」
と
い
っ
た
こ
と
は
、
正
に
こ
れ
を
示
し
て
い
る
の
で
あ

り
、
シ
ュ
テ
ィ
ー
ラ
ー
の
肖
像
は
更
に
そ
の
印
象
を
起
さ
し
め
る
。

　
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
ミ
サ
を
論
ず
る
に
当
っ
て
必
ず
第
一
に
思
い
出
さ
れ
る
も
の
は
、
バ
ッ
ハ
の
ロ
短
調
ミ
サ
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
は

共
に
ミ
サ
曲
の
最
も
荘
厳
な
も
の
と
し
て
並
び
称
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
二
つ
の
作
品
の
ち
が
い
は
要
す
る
に
こ
の
両
大
家
の

信
仰
見
解
の
相
違
で
あ
る
。
バ
ッ
ハ
の
敬
慶
な
る
特
徳
性
は
神
の
意
志
に
向
っ
て
絶
対
的
に
凡
て
を
捧
げ
る
こ
と
で
あ
り
、
絶
対
的
帰
依
で

あ
る
。
そ
れ
の
前
に
彼
は
大
な
る
謙
遜
に
踵
ま
っ
て
い
る
。
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
神
へ
の
信
頼
は
、
正
義
は
世
の
不
平
均
さ
を
平
衡
さ
せ
る

も
の
で
あ
る
と
の
絶
対
的
信
仰
で
あ
る
。
彼
は
、
他
人
か
ら
は
た
だ
彼
の
仕
事
に
よ
っ
て
見
て
貰
い
た
い
と
願
っ
た
如
く
、
神
の
救
け
は
、
彼

が
一
生
を
通
じ
て
愛
の
教
え
を
充
た
し
て
来
た
が
た
め
に
与
え
ら
れ
る
の
だ
と
い
う
事
を
確
く
信
じ
て
い
た
。
　
「
天
は
私
に
そ
の
恩
寵
を

送
り
給
え
、
し
か
し
た
だ
正
義
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
だ
け
の
」
と
彼
は
あ
る
時
大
公
に
あ
て
て
か
い
て
い
る
。
バ
ッ
ハ
に
於
て
は
そ
の

宗
教
感
情
の
中
心
に
於
て
救
世
主
キ
リ
ス
ト
の
姿
が
立
っ
て
い
る
。
彼
は
彼
の
作
品
の
大
部
分
を
キ
リ
ス
ト
に
捧
げ
て
い
る
。
ベ
ー
ト
ー

ヴ
ェ
ン
に
と
っ
て
は
凡
て
の
神
的
な
る
も
の
の
総
体
は
神
ぞ
の
も
の
で
あ
る
。
1
彼
は
キ
リ
ス
ト
の
愛
と
知
と
を
尊
び
、
そ
れ
に
当
ら
じ

と
ま
で
つ
と
め
る
　
ー
ソ
ク
ラ
テ
ー
ス
と
二
二
ズ
ス
と
が
私
に
と
っ
て
摸
範
で
あ
っ
た
と
彼
は
あ
る
時
自
分
の
会
話
帳
の
申
に
書
い
て

い
る
。
彼
が
幸
不
幸
に
出
遭
っ
て
眼
を
天
に
向
け
思
わ
ず
も
強
い
叫
び
を
絶
叫
す
る
時
、
彼
が
眼
を
向
け
る
も
の
は
聖
主
で
あ
っ
て
、
御

子
で
は
な
か
っ
た
。
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
は
自
分
と
自
分
の
周
囲
の
天
地
自
然
の
中
に
神
を
感
じ
た
。
彼
は
神
と
自
分
と
の
間
に
媒
介
者
の

存
在
を
必
要
と
し
な
か
っ
た
。
彼
は
教
会
に
は
行
か
な
か
っ
た
、
ハ
イ
ド
ン
が
彼
を
無
神
論
者
と
な
し
か
れ
を
誹
住
し
た
に
拘
ら
ず
。
そ

し
て
自
然
の
中
に
神
を
崇
め
る
事
を
好
ん
だ
、
ど
の
木
か
ら
も
凡
て
の
木
か
ら
「
聖
な
る
哉
聖
な
る
哉
」
が
轟
き
出
で
る
の
を
感
じ
た
。

し
か
し
彼
は
同
時
に
、
神
を
儲
け
る
人
生
は
そ
れ
の
最
も
よ
き
支
え
と
内
容
と
を
歓
い
て
い
る
こ
と
を
確
く
信
じ
て
お
り
、
甥
に
は
餓
悔

に
行
く
こ
と
を
勧
め
て
い
た
。
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つ
ま
り
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
は
高
い
意
味
に
於
て
深
く
宗
教
的
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
　
（
バ
ッ
ハ
と
は
ち
が
っ
た
意
味
に
於
て
で
は
あ
る

が
。
）
そ
れ
等
の
多
く
の
人
は
、
神
に
於
て
彼
等
に
と
っ
て
導
き
の
星
で
あ
る
と
こ
ろ
の
凡
て
の
道
徳
律
の
総
体
を
、
そ
し
て
神
に
於
て

い
と
も
完
全
な
る
表
現
を
見
た
の
で
あ
る
が
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
は
神
に
於
て
力
と
好
意
－
彼
の
道
徳
が
基
く
と
こ
ろ
の
二
つ
の
根
原

的
特
性
－
の
総
体
を
見
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
神
的
な
力
と
好
意
と
は
彼
に
ま
で
美
の
形
に
於
て
語
り
か
け
た
。
そ
の
美
は
あ
ら

ゆ
る
一
本
の
草
の
華
か
ら
見
る
人
の
目
に
向
っ
て
輝
き
か
け
、
彼
を
し
て
日
々
新
た
に
楽
み
多
き
生
活
を
つ
か
ま
し
め
た
。
こ
の
自
然
感

情
は
彼
の
音
楽
の
中
に
再
び
響
く
。
バ
ッ
ハ
の
心
は
創
造
主
に
対
す
る
尊
敬
の
中
に
溢
れ
出
で
、
そ
の
音
楽
は
こ
の
荘
厳
な
る
神
的
感
情

を
息
づ
い
て
い
る
。
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
は
し
か
し
創
造
の
貴
と
さ
に
充
ち
て
居
り
、
そ
の
創
造
物
の
中
か
ら
創
造
主
の
厚
い
き
が
歩
毎
に

彼
に
向
っ
て
吹
き
か
け
ら
れ
、
そ
し
て
彼
の
音
楽
は
こ
の
様
な
神
性
に
み
た
さ
れ
た
る
世
界
感
情
の
感
激
深
き
表
．
現
で
あ
る
。
バ
ッ
ハ
の

大
な
る
ミ
サ
は
一
つ
の
祈
疇
で
あ
り
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
ミ
サ
は
一
つ
の
讃
歌
で
あ
る
。

　
べ
ー
ト
ヴ
ェ
ン
は
彼
の
ミ
サ
の
た
め
に
合
唱
と
独
唱
四
重
唱
と
の
ほ
か
に
楽
器
を
用
い
て
い
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
が
、
殊
に
そ

の
部
に
重
き
を
置
い
て
い
る
。
第
九
に
至
る
ま
で
の
交
響
曲
に
曾
て
は
八
つ
の
木
管
吹
奏
楽
器
と
二
つ
の
ホ
ル
ン
と
二
つ
の
ト
ラ
ン
ペ
ッ

ト
だ
け
で
満
足
し
て
い
て
、
ト
ロ
ン
ボ
ー
ン
（
ド
イ
ツ
で
は
ポ
ザ
ウ
ネ
）
は
た
だ
特
別
な
場
合
に
だ
け
用
い
て
い
た
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の

ミ
サ
に
湿
て
は
コ
ン
ト
ラ
フ
ァ
ゴ
ッ
ト
、
四
つ
の
ホ
ル
ン
を
用
い
、
グ
ロ
ー
リ
ア
以
後
に
於
て
は
絶
え
ず
三
つ
の
ト
ロ
ン
ボ
ー
ン
を
用
い

て
い
る
。
そ
の
外
二
種
の
曲
に
於
て
オ
ル
ガ
ン
を
必
要
と
す
る
こ
と
は
申
す
ま
で
も
な
い
。
こ
の
大
が
か
り
な
管
絃
楽
に
は
バ
ッ
ハ
に
於

け
る
と
は
全
く
ち
が
っ
た
と
こ
ろ
の
大
き
な
仕
事
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
。
バ
ッ
ハ
の
大
き
な
合
唱
曲
類
に
於
て
は
、
そ
れ
等
は
全
く
声
楽

的
に
考
え
ら
れ
て
い
て
、
管
絃
楽
は
主
と
し
て
そ
れ
の
支
柱
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
吾
々
は
感
ず
る
が
、
た
と
え
ば
、
合
唱
群
を
引
き
出

す
場
合
に
於
て
は
、
磁
に
そ
の
始
め
を
先
取
り
す
る
だ
け
で
、
独
立
の
意
義
を
も
つ
て
い
る
こ
と
は
全
く
な
い
。
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
に
於

て
は
合
唱
と
管
絃
楽
が
一
つ
の
か
た
ま
っ
た
一
群
を
な
し
、
む
し
ろ
そ
の
全
体
は
合
唱
を
副
え
た
る
管
絃
楽
で
あ
る
と
の
感
じ
を
与
え



る
ゆ
合
唱
声
部
は
こ
の
人
が
堂
々
の
前
に
展
開
す
る
と
こ
ろ
の
大
き
な
絵
巻
物
の
特
別
な
音
色
と
し
て
の
働
き
を
も
つ
。
合
唱
は
な
く
て

も
一
つ
の
完
全
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
場
之
が
か
な
り
あ
る
が
、
管
絃
楽
な
し
の
合
唱
と
い
う
も
の
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し

て
彼
の
大
な
る
先
人
バ
ッ
ハ
、
ヘ
ン
デ
ル
、
ハ
イ
ド
ン
と
同
じ
様
に
管
絃
楽
を
ば
音
画
的
目
的
の
た
め
に
用
い
て
い
る
。
た
と
え
ば
「
栄

光
」
の
中
で
、
　
「
わ
れ
等
を
あ
わ
れ
み
給
え
」
の
処
で
、
ま
た
「
人
と
な
り
給
え
り
」
の
処
で
、
及
び
「
神
の
主
…
」
に
於
て
。

　
合
唱
と
管
絃
楽
と
が
一
つ
の
全
体
を
な
し
て
い
る
の
に
対
し
て
四
声
の
独
唱
が
対
立
し
、
そ
の
際
管
絃
楽
は
そ
れ
を
圧
迫
し
な
い
た
め

に
た
だ
伴
奏
の
役
目
を
だ
け
引
き
受
け
て
い
る
処
も
多
い
。
ハ
長
調
ミ
サ
に
於
い
て
も
伝
統
的
に
独
唱
四
重
奏
が
用
い
ら
れ
て
は
い
る

が
、
そ
れ
は
た
だ
音
楽
的
見
地
か
ら
の
み
、
つ
ま
り
変
化
と
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
の
効
果
の
た
め
に
の
み
用
い
ら
れ
て
い
て
、
た
だ
一
度
目
ネ

デ
ィ
ク
ト
ウ
ス
（
祝
せ
ら
れ
給
え
）
の
処
で
、
そ
れ
が
合
唱
部
と
一
緒
に
な
っ
て
八
声
部
に
な
っ
て
い
る
。
ミ
サ
・
ソ
レ
ム
ニ
ス
に
予
て

は
こ
の
事
は
常
に
行
わ
れ
、
こ
の
貴
い
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ー
に
よ
っ
て
達
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
単
に
音
楽
的
効
果
だ
け
に
止
ら

ず
、
そ
の
音
楽
が
注
ぎ
か
け
る
と
こ
ろ
の
神
秘
的
気
分
が
大
な
る
重
要
さ
を
示
す
。
そ
れ
は
、
民
衆
が
静
に
祈
り
つ
つ
膝
ま
つ
い
て
い
る

の
に
対
し
て
、
そ
の
敬
慶
の
情
の
充
ち
溢
れ
に
於
て
、
熱
い
情
熱
に
於
て
そ
の
上
に
立
ち
上
が
る
の
を
見
る
様
で
あ
る
。
し
か
し
、
な
お

一
つ
の
別
の
意
義
が
こ
の
独
唱
四
重
奏
に
帰
せ
ら
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
イ
エ
ズ
ス
が
、
殊
に
彼
が
人
と
し
て
人
と
共
に
苦
し
み
給

う
と
こ
ろ
の
憾
み
の
人
イ
エ
ス
ズ
が
そ
の
内
容
を
な
す
場
合
に
於
て
、
全
曲
を
通
じ
て
そ
れ
が
常
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
即
ち
キ
リ
エ
に

満
て
、
「
神
よ
あ
わ
れ
み
給
え
」
に
於
て
は
数
小
節
を
除
い
て
全
部
が
合
唱
に
わ
た
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
「
キ
リ
ス
ト
憐
れ
み
給
え
」

は
独
唱
部
に
わ
た
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
グ
ロ
ー
リ
ア
に
於
て
「
主
な
る
御
形
子
イ
エ
ズ
ス
・
キ
リ
ス
ト
」
の
処
か
ら
独
唱
部
が
主
導
を
と

る
。
ま
た
ク
レ
ー
ド
に
着
て
本
来
の
信
仰
告
白
は
合
唱
に
任
さ
れ
て
い
る
が
、
キ
リ
ス
ト
の
物
語
は
独
唱
四
重
奏
に
任
さ
れ
る
。
　
「
主
の

御
名
に
よ
り
て
来
り
給
う
者
は
祝
せ
ら
れ
給
え
」
と
「
神
の
燕
」
に
於
て
二
度
と
も
独
唱
が
導
き
を
と
っ
て
い
る
。
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の

宗
教
問
題
に
対
す
る
態
度
が
こ
こ
に
現
わ
れ
て
い
る
と
見
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
宗
教
的
な
も
の
の
概
念
そ
れ
自
身
、
そ
れ
は
数
千
の
声
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を
以
て
日
々
わ
れ
等
に
射
っ
て
話
し
か
け
、
人
の
意
識
の
中
に
離
れ
難
く
結
び
付
い
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
そ
れ
に
対
し
て
は
、
皆
が
声
を

一
に
し
て
信
仰
告
白
を
や
る
が
、
キ
リ
ス
ト
の
御
荘
を
つ
つ
む
と
こ
ろ
の
神
秘
的
な
暗
い
貴
き
、
肉
と
な
り
給
い
、
そ
し
て
信
者
の
申
に

入
り
込
む
と
い
う
そ
の
神
秘
性
は
静
か
な
親
愛
な
色
合
を
必
要
と
す
る
。
そ
の
深
さ
は
大
衆
に
よ
っ
て
は
理
解
さ
れ
な
い
、
そ
の
心
に
よ

っ
て
充
た
さ
れ
た
る
僅
か
の
者
の
み
が
与
え
得
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
一
つ
の
他
の
点
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
宗
教
観
が
音
楽
構
成
の
上
に

髭
響
を
与
え
て
い
る
と
こ
ろ
の
他
の
面
を
採
り
上
げ
て
見
た
い
。
ク
レ
ー
ド
の
あ
の
部
分
即
ち
聖
霊
に
対
す
る
、
そ
し
て
洗
礼
に
対
し
、

ま
た
カ
ト
リ
ッ
ク
の
及
び
使
徒
伝
来
の
教
会
に
対
す
る
信
仰
告
臼
。
罪
の
赦
し
を
乞
う
言
葉
そ
れ
は
バ
ッ
ハ
に
於
て
は
非
常
に
長
き
に
亘

っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
に
於
て
は
僅
か
四
小
節
に
圧
縮
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
た
だ
口
で
語
る
祈
り
の
言
葉
と
か

わ
ら
な
い
程
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
次
の
言
葉
「
死
者
の
よ
み
が
え
り
と
後
の
世
の
生
命
と
を
望
み
奉
る
ア
ー
メ
ン
の
」
部
分
、
凡
て
の

存
在
す
る
も
の
の
恒
常
性
に
対
す
る
信
仰
告
臼
、
聖
父
よ
り
出
で
、
再
び
聖
父
に
か
え
り
行
く
こ
と
、
そ
し
て
彼
に
於
て
永
遠
に
生
き
続

け
る
べ
き
で
あ
る
事
の
信
仰
告
臼
の
た
め
に
は
、
同
じ
言
葉
を
繰
り
返
し
繰
り
返
し
二
百
余
節
に
亘
っ
て
い
る
な
が
き
曲
節
を
捧
げ
て
い

る
。
そ
れ
は
強
い
波
を
な
し
て
わ
れ
等
の
前
を
進
み
行
き
何
等
の
反
抗
も
出
来
ぬ
程
な
力
を
以
て
わ
れ
等
を
引
き
ず
り
行
く
の
で
あ
る
。

　
こ
の
作
の
構
成
に
於
て
、
対
位
法
が
用
い
ら
れ
て
は
い
る
が
、
そ
れ
は
重
要
な
る
、
し
か
し
あ
る
限
ら
れ
た
る
役
割
を
演
じ
て
い
る
と

い
う
こ
と
、
つ
ま
り
支
配
的
な
役
割
は
演
じ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
も
、
大
に
注
意
を
要
す
る
。
し
か
し
そ
れ
は
自
然
に
そ
う
な
る
の
で

あ
っ
て
、
云
わ
ば
自
明
の
事
実
で
も
あ
る
。
バ
ッ
ハ
に
於
て
は
対
位
法
は
始
め
か
ら
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
彼
の
音
楽
的
母

国
語
で
あ
り
彼
に
と
っ
て
は
最
も
親
し
い
且
つ
最
も
ふ
さ
わ
し
い
適
切
な
る
材
料
で
あ
る
。
彼
に
と
っ
て
は
対
位
法
を
用
い
、
そ
れ
の
問

題
解
決
に
於
て
自
分
の
能
力
を
強
く
大
に
示
す
こ
と
は
、
必
需
の
声
で
も
あ
り
悦
び
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
は
大
き
な
合
唱
の
部
に
於
て
の

み
な
ら
ず
二
重
唱
に
煮
て
も
支
配
的
な
力
を
も
つ
て
い
た
。
そ
れ
は
そ
の
ク
レ
！
ド
の
始
め
「
わ
れ
信
ず
唯
一
の
天
主
」
の
部
に
於
て
強
く

現
わ
れ
て
い
る
。
勿
論
バ
ッ
ハ
に
射
て
も
信
仰
心
が
強
い
か
ら
、
そ
れ
は
音
楽
的
に
の
み
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
換
言
す
れ
ば



対
位
法
も
自
己
目
的
で
は
な
く
、
感
情
の
直
接
な
る
表
現
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
に
居
て
は
そ
の
行

く
途
は
正
反
対
で
あ
っ
た
。
バ
ッ
ハ
に
於
て
は
、
彼
は
対
位
法
か
ら
出
発
し
、
彼
の
感
情
は
自
然
に
そ
れ
の
形
式
に
従
っ
て
そ
れ
に
追
随

し
て
行
っ
た
。
こ
れ
に
反
し
て
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
は
感
情
か
ら
出
発
し
て
行
き
特
別
な
場
合
に
於
て
の
み
対
位
法
を
ば
極
め
て
好
適
な
表

現
形
式
と
し
て
こ
れ
を
利
用
し
た
の
で
あ
っ
た
。
グ
ロ
ー
リ
ア
、
ク
レ
ー
ド
の
如
き
曲
の
そ
の
終
り
の
部
に
断
て
、
そ
れ
が
用
い
ら
れ
て

い
る
こ
と
の
理
由
が
自
ら
明
か
に
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
い
ま
ま
で
種
々
の
異
な
っ
た
形
式
に
於
て
感
情
表
現
を
求
め
て
来
た
も
の

が
、
こ
こ
に
一
丸
と
な
っ
て
集
結
し
た
か
の
如
く
で
あ
る
。
こ
こ
に
そ
れ
が
一
つ
の
忘
我
悦
惚
の
叫
声
と
な
り
、
そ
れ
が
今
や
、
個
人
の

声
と
し
て
で
は
な
く
数
千
の
人
の
声
と
し
て
受
け
取
ら
れ
益
々
そ
の
強
さ
を
増
し
つ
つ
全
人
類
の
声
と
し
て
続
け
ら
れ
進
ま
せ
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
サ
ン
ク
ト
ゥ
ス
の
中
の
「
御
身
の
御
栄
光
は
天
地
に
満
ち
充
て
り
。
い
と
高
き
処
に
ホ
ザ
ン
ナ
」
の
と
こ
ろ
に
こ
れ
が
用
い
ら

れ
て
居
る
事
を
見
る
な
ら
ば
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
対
位
法
的
諸
節
は
、
そ
の
理
由
根
原
を
沈
思
冥
想
的
な
或
は
悲
劇
的
な
気
分
の
中
に

求
め
る
べ
ぎ
で
は
な
い
こ
と
、
否
む
し
ろ
強
く
決
心
せ
ら
れ
た
る
或
は
悦
び
に
昂
揚
せ
ら
れ
た
る
と
こ
ろ
に
求
め
ら
る
べ
き
事
が
自
然
に

目
に
つ
く
で
あ
ろ
う
。
バ
ッ
バ
に
於
て
は
悦
ば
し
く
昂
揚
せ
ら
れ
た
る
気
分
の
場
合
に
於
て
も
、
ま
た
悲
し
い
場
合
に
於
て
も
、
　
（
た
と

え
ば
、
　
「
神
よ
憐
れ
み
給
え
。
世
の
罪
を
除
き
給
う
御
者
よ
。
わ
れ
等
を
あ
わ
れ
み
給
え
。
ポ
ン
チ
オ
、
ピ
ラ
ト
の
た
め
に
苦
し
み
を
う

け
、
葬
ら
れ
給
え
り
」
等
の
場
）
に
於
て
も
そ
の
感
情
表
現
の
た
め
に
有
効
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
同
時
に
、
ベ
ー
ト

ー
ヴ
ェ
ン
が
対
位
法
を
用
い
た
事
を
以
て
彼
の
老
齢
の
徴
候
な
り
と
な
し
ま
た
彼
の
創
作
過
程
の
理
論
的
悟
性
的
方
向
に
傾
い
た
が
た
め

な
り
と
す
る
多
く
人
た
ち
の
所
説
を
反
撃
す
る
こ
と
の
材
料
と
し
て
も
役
立
つ
で
あ
ろ
う
。

　
次
に
は
各
章
を
詳
細
に
音
楽
的
に
解
説
し
て
行
く
っ
も
り
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
次
号
に
ま
わ
す
。
　
（
未
完
）
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